


正

解

月
　
　
揃

題

藤

村

六

册

　

白

眼

居

士

作

　

貞

享

五

年

刊

作

作
者

は
柳
亭
種
彦

の

「好
色

本
目
録
」

に
よ
れ
ば
、
京
都
東

山

の
僭

、
貞
享

四
年

「
好
色
破
邪
顯
正

」
を
出

し
て
好
色
本

の
流
行
を
難

じ
た
人
で
、
井
原
西
鶴

の
門
人

の
励
號
を
白
眼
居

士
と

い
ふ
北
條
團
水

と
は
全
く
別
人
で

あ
る
が
、
後

に
書
肆

の
さ

か
し
ら
で
團
冰
作

と

入
木
し
た
書

ま
で
あ
る
と

い
ふ
。

　
こ

の
書
は
貴

人
か
ら
庶
人

に
至

る
ま
で

、
當
時

の
正
月

の
風

俗
脅
慣

を
み
、
更

に
正
月

の
意
味
を
び

い
て
そ

の
始

め
起
原
來
由
を
和
漢

の
古
典
を
引
用
し
て
書

い
た
も

の
で

、
當
時

の
風
俗
脅
慣
を
傳

ふ
る
よ
り
も
、
そ
の
滑
革

を
敍
す

る
こ
と
に
力
を
入
れ
て
ゐ
る
。
併
し
公

家

、
武
家
、
僧
侶
、
諸
職

、
商

人
、
百
姓
等

に
關
す

る
も

の
三
十

五
種
、
そ

の
被

服
、
調
度

、
持
物
等

に
至

る
ま
で
仔

細
に
檢
す

れ
ば

、

風
俗
研
鑚

の
助

と
な

る
も

の
が
多

い
。

熊

谷

女

編

笠

五

珊

　
錦

文

洗

作

　
寶

永
.三

年

刊

錦
文

洗
は
西
澤

一
風

、
都

の
錦

、
月
尋
堂

、
北
條

團
水
等

と
共

に
、
西
鶴

の
各
方
面
を
そ
れ
み
＼

に
傳

へ
て
.
江
島
其
磧

の
代
表
す
る

八
交
字
屋
本

へ
の
時
期
を
繋

い
だ
作
者

の

一
人
で
、
大
阪
座
摩

沚

の
邊

に
佳

み
、
俳
諧
を
西
鶴

に
學
び
錦

頂
子
と

い

ふ
。
「
風
洗
今
条

好
」



「棠

大
門
屋
敷

」
っ
當

世
乙
女
織

」
「
好
色
手
柄
咄
し
等

の
小
設

を
作
り
、
ま
た
淨
瑠
璃

「
本
海
道
虎
石
し
等
數
種
あ

つ
て
、
櫻
塚
西

吟
、
西

澤

一
風

と
共
に
淨
瑠
璃

三
傑

と
呼
ば
れ
た
。

未
だ
そ

の
傳
記

の
詳

し
き
を
得
な

い
。

　
・熊

谷
女
編
笠
し
は
そ

の
序

に

い
ふ
如
く

、
寶
永

三
年
六
月
七
日
京
都
立
賣
堀

に
あ

つ
た
女

の
敵
討

一
件

に
趣
向
を
と
り

、
秋
に
至

つ
て

出
版
し
た
際
物

小
設
で
、
卑

猥
な
文
字

は
弄
し
な
が
ら
も

そ
の
教
訓

ぷ
り

は
や
Σ
眞
面
目
ら
し
く
見
え
、
淨
瑠
璃

の
手
法

を
以

て
、
寫
實

を
離
れ
屡

々
陳
套
な
七
五
調
を
用

ひ
、「
堀
江
川

の
ほ
た
る
狩
り
し
(
卷
之

二
、
第
三
)

に
鬘

を
か
け
て
女

に
化

け
た
男
が
あ

る
夜
取

り
違

へ

て
婆

形

の
鬘

を
か
け
た
爲

め
に
見
現
は
さ
れ
る
條
等

の
如
く
.
如

何
に
も
低
級
な
讃
者

の
笑
を
求

め
た
。

　
只
西

鶴
を
繼
承
し
た
淨
世
草

紙

に
新
機
軸

を
出
さ
う

と
し
た
苦

心
は
、
巷
談
を
潤
色

し
て

一
編

を
通

じ
た
趣
向
を
立

て
さ

せ
、
こ

ゝ
に

太
平

の
世
に
珍

ら
し

い
女

の
敵
討
を
脚
色
し

て
そ
の
始
末
を
詳
し
く
書

く

の
で
あ

つ
た
Q
又

こ
の
事
件

を
扱

つ
た
も

の
に
、
こ
れ
と
時
を

同
じ
く
し

て
出

た
森
本
東
烏

の

「
京
縫
鎖
帷
子

」
が
あ
り
、
「
熊
谷
女
編
笠

」
に
も
よ

つ
た
跡

の
見

え
る
近
松

の
淨
瑠
璃

「
堀
河
波
鼓

」
が

あ

る
Q

　
こ

の
書
寛
政

九
年
再
版

さ
れ
た
。

回

夜
　
　
船

五

珊

　

北

條

團

水

作

　
　
正

徳

二
年

刊

　
作
者
北
條
團
水

、

一
に
鳳
城
團
粹

と
亀
書
く
。
ま
た
平
元
子
、
橘
堂

、
滑
稽
堂

と
號
し
、
薙
髮

し
て
白
眼
居

士
と
稱

し
た
。
京
都

一
條

堀
川

の
人
、
元
來
俳
諧

を
以

て
立
ち

、
西
鶴

を
師

と
し
、
椎
本
才
麿

に
も
從

つ
た
。
元
隷

六
年
八
月
西
鶴

の
歿
後

、
兩
替
町
通

一
一條

上
ル

町

の
居

を
移

し
て
、
浪
花
な

る
西
鶴

の
草
庵
を
守
り
西
鶴
菴

と
稱
し
、
居
る
こ

と
七
年
京
都

に
歸

つ
て
東
洞
院

に
住
み
、
寶
永

八
年
正
月

四
日
四
十

九
歳

に
て
歿

し
た
。
「
俳
諧
家
譜

」

に

「
一
生
涯
清
貧

之
人
也
」

と
あ
る
。
著

は
す

と
こ
ろ
、
俳
書

に
「
團
袋

」
「
特
牛
」
「
彌
之
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叩

助
」
「
秋
津
島
し
「
塗
笠
し
等
が
あ
り
,
叉
西

鶴
の
「
武
道
傳
來
記
し
「
日
本
永
代
藏

」
を
踏
襲

し
た

「
新
武
道
傳
來
記
」
「
日
本
新
永
代
藏

」
及
び

「
聲
夜
用
心
記
」
等
が
あ

る
。
「
誹
家
大
系
岡

」
に
こ
の

「
一
夜
船
し
を

「
團
水
ノ
名
ア

レ
ト

モ
別
入
ナ
リ
」

と
あ
る
が
、
今
遽

に
從

ひ
が

た

い
。

　

「
一
夜
船
し
は
奇
事
異
聞

の
集
録
で

、
か

」
る
奇
異
を
設

き
妖
怪

を
語

る
も

の
は
、
既

に
寛

文
六
年
支
那

の

「
剪
燈
新
話
」
を
拔
粹
飜

案
し
た

「
伽
婢
子
」
が
、
淺
井
了
意

に
よ

つ
て
平
易
暢
逹
な
文
章

と
な

つ
て
世

に
流
行

し
て
以
來
正
徳
享
保
に
至

る
ま
で
、
こ

の
作

に
倣

.

つ
て
書
名

を
擬

す
る
も

の
十
餘
種

、
貞
享

ご
年

に

「
宗
祗
諸
國
物
語
」
、
井
原
西
鶴

の
っ
近
年
諸
國
咄
、
大
下
馬

」
、
元
祿

四
年

に
淺
井

了
意

の

「
狗
張
子
」
、
同
五
年
に
俳
林
子

の

「
諸
國
新
百
物
語
」
、
同
十

一
年

に
羅
山
子

の

「
怪
談
全
書
」
、寶

永
三
年
に
青
木
鷺
水

の

「
御
伽
百
物

語
」
等
を
續

出
せ
し
め
、
藝
苑

に
怪
異

談
の

一
系
統

を
み
る
に
至

つ
た
。
「
一
夜
船

し
の
作
者
が

こ
の
怪
異
談
に
筆

を
取

つ
た

の
も
、
か
う

し
た
當
代

の
交
藝

の
向

ふ
と
こ
ろ
に
影
響

さ
れ

て
ゐ
る

と
同
時

に
、
時
代

の
好
尚
に
投

じ
た
も

の
と
見
ら
れ

る
。

し
か
も
そ

の
師
西

鶴
が

既
に
こ

の

一
般

の
風
尚

に
從

つ
て
、『
大
下
馬
」
「
近
代
艶
隱
者
」
「
懐
硯
」
等
を
著
は
し
て
ゐ
る
こ
と
も
見
逃

し
て
は
な
ら
な

い
。
團
水
が

こ

の
寄

事
異
聞

を
蒐
集

し
て
冊
子

と
な
す

に
至

っ
た
過
程

に
は
、
彼
が
最
も
親
炙

し
た
西
鶴

の

「
大
下
馬

」
の
影
響

が
著
し
か

つ
た
。「
大

下
馬

」
は

一
人
族

し
て
諸
國

の
怪
異
談
を
聞
く
形
式

の
も

の
.て
、
こ

の
形
式

の
も

の
で

は
、
天
文
年
間

に
出
來
た

と
さ
れ
る
江
州

佐

々
木

屋
形

の
幕

下
中
村
豐
前
守
某

の
撰
す

る

「
奇
異
難
談
」
、
こ
れ

に
つ
黛
い
て

「
宗
祗
諸
國
物
語

」
が
早
か

つ
た
。
,

　

「
一
夜
船

」も

そ

の
序

に

い
へ
る
如

く
、京

よ
り
大
阪

へ
の
乘
合
船
…の
申

に
て
關
東

關
西

の
乘
合

の
見
聞

に
ふ
る
ゝ
咄
を
書
付

け
た
と
い

ふ
形
式
で

、
享
保
十

一
年

「
怪
談
諸
國
物
語

し
と
改
題

さ
れ
た
如

く
、
放
を
背
景

と
し
諸
國
物

語

の
形
式

を
追

つ
た
も

の
で
あ
る
。
併

し

怪
談

と
あ

つ
て
も
全
部
が

い
ふ
と
こ
ろ

の
怪
談

て
は
な

い
。
五
卷
二
十
七
話

の
中
怪
談
と
み
る
べ
き
も

の
は
僅

か
四
話

の
み
で

、
他

は
巷

談
で
あ

る
。
尤
も
前
者

は
超
自
然
分
子
を
作
者

の
想
像

に
任

せ
て
、
幾
分
強
烈
な
も

の
と
し
讀
者

の
感
興
を
そ

丶
る
如
く
描
か
れ
て
ゐ
る

も

の
を

の
み

い
ふ
の
で

、
後
者

に
あ

つ
て
も
奇
怪
な
妖
惑

の
光
を
描
き
出
さ
う

と
七
て
ゐ
る
も

の
も
交

?
て
ゐ

る
。
巷
談

と
す
る
も

の
ゝ

一
3

一



6

多
く
ば
全
く
道
路

の
噂
で
從
來

の
も

の
に
散
見
す

る
と
こ
ろ
の
も

の
で

は
あ
る
が
、
幾
分
人
間

の
丙
的
生
活

と
關
係
を
持

た
し
ぬ
、「
鬼

の

詐
到

ま
ち
く

」
に
心

の
鬼

に
さ

い
な

ま
る

Σ
話
等

は
、
心
理
的
迷
妄
を
巳
然

に
取
扱

つ
て
ゐ

る
し
、
更

に
洒
落
た
筆
法
で
淨
世
草
紙

の

世
界

の
好
話
柄

と
し
て
感
興
深
く
讀
ま

る
」
佳
什

「
月
夜

の
高
坊
主
」
等

も
み
ち

れ
る
。

　
怪
談

の
方
面

に
於

い
て
も
そ

の
取
材
は
、
矢

張
り
從
來

の
も
の
か
ら
餘
り
距

つ
て
ゐ
な

い
。
そ
し
て
非
現
實
的
傾
向

の
も
の
を
も
誠

と

し
や
か
に
傳

へ
ん
と
し
て
、
支
那

の
典
籍

を
索

め
引

い
た
り
、「
詞

を
か
は
せ
し
磔
女

」

の
亡
魂

の
話

の
條

に
幽
靈
論
を
な
し
た
り
し
て
ゐ

る
が
、
肝
腎

の
修
辭
的
用
意
を
若
干
欠

い
て
ゐ

る
た
め
に
、
文
字

か
ら
享

け
る
印
象
は
陰
森
な
情

趣
を
そ
ぐ
も
の
が
あ

る
。
只

こ
の
種

の

も

○
.て
錯
覺
幻
覺

を
巧

に
描

い
て
悽
愴
昧

の
あ

ふ
れ

て
ゐ

る
も

の
は
、
「
梅
田
香
之
助
發

心
の
事
」

の

}
篇
で
あ

ら
う
。

　

併
し
か

ゝ
る
妖
怪
談

を
以

て
そ
の
集

録

の
本
領

と
し
た
も

の
で

は
な

い
。
彼

は
只

こ
の
世

の
奇
事
異
聞

を
珍
ら

し
い
話
と
し
て
傳

へ
れ

ぽ
足
り
る
と
し
た
。

そ
の
意
味

に
於

い
て
ま
た
彼
獨
得

の
妙
昧
を
認

め
る
こ
と
が
出
來
る
。

傾
城
色

三
味
線

五
　
冊

江

島

其
積

作

元
祿
十
五
年
刊

　
「
傾

城
色

三
昧
線
」

に
は
奥
附

に

「
ふ

や
町

せ
い
く
は
ん
じ
下

ル
町

八
文
字
屋
八
左
衞
門
板
」
と
の
み
あ

つ
て
、
作
者

の
暑
名

は
な

い
が

正
徳

ご
年
板

.野
傾
族
葛
籠

し
、同
四
年
板

「役
者

目
利
講

」
に
於

い
て
、
其
磧
自
ら

そ
の
作
で
あ

る
こ
と
を
吹
聽
し

て
み
る
。
八
文
字
屋

八
左
衞
門

、
其
磧

は
所
謂
八
文
字
屋
本

の
代
表
者
で
、
八
文
字
屋
八
左
衞
門

は
自
笑

と
稱
し
、
京
都
麩
屋
町

に
書
肆

を
營
み
。
其
磧
を

し

て
役
者
詐
判
記

、
淨
世
草
紙
等
を
著

は
さ
し
め
、
自
分

の
名
で
出
版
し
て
ゐ
た
。
自
笑

に
も
相
當

な
創
作

の
才
は
あ

つ
た
や
う

に
思
は
れ

る
け
れ
ど
も
、
其
磧

が
主
な

る
作
者
で
あ

つ
た
。

、
其
殯

は
通
稱
江
島
屋
市
郎
左
衞
門
、
先
祀
よ
り
京
極

通
誓
願
寺
前

に
大
佛
餅
を
商

ひ
富
裕
で
あ

つ
た
が
、
後
業

を
轉
じ
誓
願
寺
通
柳
馬

『
4



丶

場

に
移

っ
た
。
若

年
の
頃
放
蕩

を
つ
く
し
産
を
傾
け
、
文
章

の
才
あ
る

に
ま
か

せ
其

の
友
自
笑

に
囑
せ
ら
れ

、
元
祿
十
ご
年

「役
者

ロ
三

昧
線
」

を
出
版

し
、
頗

る
好
評
を
得

て
八
文
字
屋
專

屬

の
作
者

に
な

つ
た
が
、
未
だ
そ

の
名
を
掲
げ
な
か
つ
た
。

そ
し

て

「傾

城
色

三
昧

線

」「
風

流
曲

三
味
線

丶
傾
城
禁
短
氣

」
等
を
著

は
し
漸
く
入
文
字
屋
本

の
盛
行
を
み
る
や
、
そ

の
待
遇

に
不
滿
を
懐
奇
、、
自
笑

と
紛

爭
し

て
八
文
字
屋

と
分
離
す

る
に
至

っ
た
。
そ
れ
は
作
者
と
し

て
其
積

の
名
を
署

せ
し
め
よ
と

い
ふ

の
で
あ

る
が
、
實
は
利
釜
問
題

が
主
な

理

由
.て
あ

つ
た
ら
し

い
。
そ

こ
で
其
磧
は
そ

の
子

に
書
肆
江
島
屋

を
開
業

さ
せ
、
互

に
反
駁
競
爭

し
た
が
八
文
字
屋

の
肚
會

に
得

て
ゐ
た
本

屋

と
し

て
の
信
用
に
は
對
立

が
出
來
ず
、
叉
自
笑

も

そ
の
爭

の
不
利
な
る
を
悟

つ
た

の
.て
、
享
保
四
年
正
月
に
は
邃

に
和
解

が
な

つ
て
、

「
役
者
金
化
粧
」
を
蓮
名
を
以

て
出
し
た
。
そ
れ
以
後
は
其
磧

の
作

品
も
自
笑

、
其
磧

の
逋
名

に
な
つ
て
ゐ
る
◎
蓮
署

に
は
作
者

目
笑

、
作

者
其
磧

と
な

つ
て
ゐ

る
も

の
も
あ
り
、
或
は
前
後

し

て
ゐ
る
も

の
も
あ
り
、
何
れ
が
本

當

の
作
者

か
到
定
が

つ
か
ぬ
が
、
其
磧

一
人

の
著

作

に
成

つ
た
も

の
が
隨
分

多
か
ら
う

と
思

は
れ
る
。

と
に
か
く

一
時

は
不
和

に
な

つ
た
が
よ
く
提
携
し
た
彼
等

は
、
元
文
元
年
六
月
七
十

歳

に
て
其
磧
先

づ
世
を
去
り

、
自
笑

は
延
享

二
年
十

剛
月
十

一
日
八
十
餘
歳
で
歿

し
た
。
自
笑

の
あ
と
は
子

の
其
笑

、
孫

の
瑞
笑
が
繼

い

で
、

八
文
字
屋

は
三
代

に
亘

つ
て
書
肆

の
主

と
淨
世
草
紙

の
作
者
と
を
兼

ね
、
淨
世
草
紙

の
世
界

に
西
鶴
本

に
對
立
す

る
八
文
字
屋
本

の

名

を
の
こ
し
た
。

.
「
色

三
昧
線

」

は
美

濃
版
牛
截

の
横
本

、
俗
に
枕
本

と

い
ふ
體
裁

で
、
西
川
風

の
豊
を
挿

ん
だ
。

初

三
卷

に
京
之
卷
五
話

.

大
阪
之
卷

六
話

,
江
戸
之
卷

五
話

、
四
卷

に
鄙

之
卷

四
話

、
五
卷

に
湊
之
卷

四
話
皆
短
篇
を
纂

め
、
各
卷
頭

に
遊
女

の
惣
名
寄

、
位
附

、
揚
代
か
ら

茶

屋

の
名
等

ま
で
、
明
細

に
廓
中

一
切
の
諸
式
を
附

し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

そ
れ
は
役
者
詐
到
記

の
形
式
で
、
遡

れ
ば
古
く

か
ら
行
は
れ

て
ゐ
る

の
で

あ
る
が
、
既

に
西
鶴

や
團
水
も
筆
を
染

め
、
其
磧

も

一
度
試

み
た
藝
詐

を
主
と
す
る
も
の
で

、
其
殯

の
著

は
し
た

「
役
者

口

三
昧
線
」
に
於

い
て
は
、
藝

許

の
外

に
開

口
と
稱
す

る
も

の
を
附
す

る
こ
と
に
よ

つ
て
、
從
來

の
諸
形
式

に
特
色

を
み
せ
た
。
こ

の
開
口

は
問
答
體
を

と
つ
て
囈
評

に
移

る
序
を
な
し
て
ゐ

る
の
,て
あ
る
が
、
こ
れ
と

て
も
既

に
古
文

に
繰

り
返

へ
さ
れ

て
ゐ
る
も

の
で
あ

る
。
こ

　

、



'

の
開
口
を
轉
じ
て
小
設
的
構
造
を
進
め
た
も
の
が

「色
三
昧
線
し
に
於
け
る
附
録
の
小
説
で
あ
り
、
そ
の
細
見
は
か
の
藝
許
に
當
る
も
の

と
み
ら
れ
る
。
蓋
し
役
者
詐
到
記
の
藝
評
も
古
く
は
宛
も
…遊
女
の
細
見
の
如
き
役
目
の
た
め
に
野
郎
の
容
姿
の
褒
貶
が
專
ら
で
あ
つ
た
。

　
さ
て
其
磧
が

「色
三
昧
線
」
に
附
鑠
と
し
た
短
篇
は
、
八
文
字
屋
の
最
初
の
淨
世
草
紙
で
、
西
鶴
を
繼
承
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
こ

に
は
當
時
の
花
柳
界
を
背
景
と
し
た
好
色
生
活
が
書
か
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
好
色
生
活
と
い
ふ
の
は
、
男
女
の
性
的
關
係
も
あ
る
が
、
肚
交

か
ら
享
け
る
豐
富
な
情
趣
を
昧
ひ
、
瓧
交
の
興
昧
に
身
を
浸
し
て
行
く
を
主
と
し
た
生
活
で
、
か
」
る
生
活
は
一般
の
趾
會
に
は
性
的
關

係
の
自
由
が
あ
る
爲
に
存
在
を
許
さ
れ
な
い
の
で
、
遊
里
と
い
ふ
も
の
」
發
逹
を
來
し
,
貞
操
か
ら
解
放
さ
れ
た
女
性
即
ち
遊
女
が
瓧
交

婦
人
と
し
て
活
動
し
た
。
か
ゝ
る
意
昧
の
好
色
生
活
の
爲
に
遊
里
に
特
有
の
慣
例
習
慣
或
は
禮
儀
作
法
等
が
出
來
た
。
跏
ち
西
鶴
以
來
の

好
色
本
は
斯
う
い
ふ
生
活
を
取
扱
つ
た
も
の
で
、本
書
も
亦
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、既
に
行
詰
つ
た
淨
世
草
紙
の
單
調
に
倦
き
た
讃
者
に
獨

し
て
、
新
機
軸
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
時
機
に
、
「野
傾
族
葛
籠
」
に
於
い
て
彼
自
ら
が
云
ふ
如
く
、
西
鶴
に
倣
つ
て
作
つ
た
も
の
で

あ
り
、
精
細
を
加
へ
た
描
寫
は
却
つ
て
力
を
弱
く
し
通
俗
化
し
た
が
、
よ
く
舊
殻
を
脱
し
新
粧
を
凝
ら
し
た
形
式
と
構
想
と
は
、
入
文
字

屋
の
麗
價
を
擧
げ
し
む
る
に
十
分
.て
あ
つ
た
。
そ
れ
は
叉
所
謂
入
文
字
屋
の
七
三
昧
線
と
稱
せ
ら
る
丶
、
こ
の
形
式
や
趣
向
を
眞
似
た
も

の
を
績
出
さ
せ
、
八
文
字
屋
の
淨
世
草
紙
と
し
て
最
も
見
る
べ
き
傾
城
物
の
濫
觴
を
な
し
た
。

寛

濶
役
者
片
氣

二

珊
　
　
江
島

其

礒

作

　
　
正
徳

年

間

作

　
自
笑
と
紛
爭
し
て
分
離
し
た
其
殯
は
、
氣
質
物
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
創
め
た
が
、
こ
れ
も
亦
概
し
て
西
鶴
を
踏
襲
し
た
も
の
で
、
そ
の

筆
致
を
摸
倣
し
剽
竊
を
敢
て
し
て
も
、
西
鶴
が
鋭
利
な
觀
察
と
邇
逕
な
文
章
と
に
到
底
及
ぱ
な
か
つ
た
彼
は
、
人
々
に
有
り
勝
な
弱
點
、

特
殊
な
性
癖
、
趣
味
,
嗜
好
を
寫
し
出
し
て
各
階
級
の
特
殊
性
を
明
に
す
る
た
あ
に
複
雜
な
趣
向
を
欝
へ
、
そ
の
筆
致
を
誇
張
さ
せ
ね
ば

}⑪一



『

、

な
ら
な
か

つ
た
。
從

っ
て
そ
れ
ら

に
現
は
れ

て
ゐ

る
滑
稽

は
、
西
鶴

に
あ

つ
て
は
觀
察
膜
か
ら
來

た
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
が
、
彼

に
あ

つ
て
は
そ

の
筆
先
を
學

ん
だ
だ
け
で

、
人
聞
性
情

を
穿

つ
こ
と
が
薄

か

つ
た
。
只

そ
の
趣
向

の
構

成

に
よ

つ
て
滑
稽
を
巧

に
描

い
て
ゐ
る

も

の
が
あ

つ
た
o

　
　

「
寛
濶
役
者
片
氣

」
は
色

三
昧
線
作
者

と
署
名

し
て
江
島
屋
市
郎
左
衞
門
板
行
で

あ

つ
た
。

か
の
八
文
字
屋
と
分
離
し

て
ゐ
た
正
徳
年

聞

に
書

か
れ
た
所

謂
江
島
屋
本
で

、「
野
傾
族
葛
籠
」

に
於

い
て
、
自
笑
を
攻
撃

し
從
來
八
文

字
屋
本

と
稱
す

る
も

の
は
皆
自
分

の
作
.て
あ

'
る
こ
と
を
吹
聽
し
、

こ

ゝ
に
亦
色

三
昧
線

作
者

と
署
し
た
の
で
あ

つ
た
。

こ
れ

は
氣
質
物
最

初

の
作

と
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
内
容
は

未
だ
氣
質
物

の
體
裁
を
備

ふ
る
に
至
ら
ず
,
上
卷
に
轡
汞

六
年
十

一
月
朔

日
に
死

ん
だ
、
傾
城
買
濡
事

の
開
山

と
し
て
有
名
な
坂
田
藤
十

郎

、
下
卷

に
そ
の
前

に
故
人
と
な

つ
た
江
戸

の
荒

事
師
市

川
團
十
郎

、
和
事
師
中
村
七
三
郎

の
こ
と
を
主

と
し
て
、
邂
女
た
ち
か
ら
妾

、

後
家

、
比
丘
尼
等

の
好
色
沙
汰
を
寫

し
た
も

の
で
、
そ
れ
ら

の
趣

向
が
餘

り

に
世
間

に
顯
著
な
噂
で
あ
り
馴
染

の
深

い
も
の
で
あ

つ
た
か

ら
し
て
、
誇
張

は
あ
り
乍
ら
も
な

ほ
事
贊
ら

し
さ
を
失
は
ず
、
且

つ
そ

の
強
調
か
ら
來

る
滑
稽
が
あ

つ
た
。
併

し
ま
た
下
之
卷
第

二

「市

川
が
心
底
引

わ

つ
て
見

る
木
挽
町

の
手
管
娘

」
、第
三

「
女
道
衆
道

の
堺
町
遊

は
ち
が

ひ
く
ぎ

ぬ
き
」
を
讀
む
も

の
は
、
西

鶴
が

「
好
色

一

代
男

」
卷
四

「
替

つ
た
物

は
男
傾
城

し
、
「好
色

五
人
女

」
卷
五

「
戀

の
山
源

五
兵
衞
物

語
」

の

「
情

は
あ

ち
ら

こ
ち
ら

の
逹
ひ
」
の
趣
向

の

踏
襲

さ
れ
て
ゐ

る
痕

を
も
認

め
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
で
あ

ら
う
。
氣
質
物
流
行

の
享
保
五
年

に

「
好
色

五
人
女

」
が

「
當
世
女
容

氣
」
と
改

題
さ
れ

て
出
た

の
も
う
な
つ
か
れ
る
。
只
西
鶴

を
學

ん
だ
其
磧

も
觀
察

の
眼
界
を
廣
く
構
想
を
複

雜

に
し
た
こ
と
は
.
讀
者

の
思
想

の
推

移
を
物
語

つ
て

ゐ
る
も

の
で
は
あ

る
が

、
矢
張
り
幾
分

の
進
歩

と
み

る
べ
き
.て
あ
ら
う
か
。

諸
國
武

道
容
氣

五
　
册
　
　
作

者

不
　
詳

享

保

ご

年

刊

7



　
八
文
字
屋

の
氣
質
外
題

は
.
寛
濶
役
者
片
氣

」が
最
初
で
あ
る
が
、
氣
質
物

と
總
稱

さ
れ

る
も

の

ゝ
俑
を
な
し
流
行
を
來

し
た

の
は
、
正

徳
王
年
出
版

の

.
世
間

子
息
氣
質

し
、
そ

の
翌

年
出
版
さ

れ
た

.
世
間
娘
氣
質
し
で
あ

つ
た
。
「諸
國
武
道
容
氣
」
は
こ
れ
に
次

い
で
出
た
も

の
で
、
「
小
読
年
表
し
に
は
自
笑
作

と
あ

れ
ど
署
名

は
な

い
。

こ
の
出
版
は
な
ほ
其
磧
自
笑

の
分
離

し
て
ゐ
た
時
.て
、
卷
宋

に

.
野
傾
族
葛

籠

」
等
其
礦

の
著
作
を
廣
告
し

て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、自
笑
作

と
す

る
こ
と
は
ど
う
か
。
或

は
そ
の
商
略

て
あ

る
か
も
し
れ
な

い
が
、

作
者

は
詳

か
で
な

い
。

　
「
子
息
氣
質

」
.
娘
氣
質
」
が
町
人
氣
質
を
あ
ら

は
す
爲

に
、
町
人

の
生
活
朕
態

を
寫

し
た

の
に
對
し

て
、
こ
れ
は
武

士
氣
質
を
現

は
す

た

め
に
、
武
家
生
活

の
基
調
を
な
す
發
理

の
精

紳
を
狹

く
限

定
し
た
敵
討

に
よ

つ
て
武

士
の
典
型
を
描
か
う
と
し
た
ら
し

い
が

、
常
識

的

な
瞰
討
物
語
で
あ

る
。
併

し
そ
こ
に
現

は
れ

て
ゐ

る
武

士
は
町
人
と
接

近
し
交
際

を
持

つ
た
も

の
で
あ
り

.
從

つ
て
多
く

の
點

に
於

い
て

優

れ
た
武

士

の
感

化
を
受

け
て
そ
の
生
活
を
向
上

し
た
町
人

は
、
平
和
な
時

世
に
適

し
難

い
武
家
生
活

を
浸
潤

し
て
ゐ

る
あ
と
が
み
ら
れ

る
。
印

ち
卷
之

二
の

「
京

の
噂

」
に
於

け
る
町
人

に
苦

し
め
ら

れ
る
武

士
の
窮
迫
、
鼓
打

の
内
儀
が
夫

の
敵
討

に
武
士
に
も
お
と
ら
ぬ
精

紳

と
澂
養

が
あ
ら

は
れ

、
卷
之

二

.
阿
州

の
咄

し
に
於
け
る
武

士
は
、

一
町
人

に
そ

』
の
か
さ
れ

て
利

に
傾
き
悪
事

に
加
擔
す

る
。
そ

の

他
武

士
の
遊
惰

と
放
縱
及

び
そ
れ
か
ら
生
ず

る
罪
悪
等

を
敍

し
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
又
當
世

の
武
士
氣
質

と
も
云

へ
る

の
で
あ

る
。

梅

若

丸

一
代

記

　

　

　

　

　

　

　

　

　

五

册

　
　
猷
夊島
孛
渥
㌔
徽
作

　
　
享
保
十

九
年
刊

　
西
鷭
の
傳
統
を
引
い
た
入
文
字
屋
本
は
、
其
磧
に
依
つ
て
そ
の
一
面
を
踏
襲
す
る
傾
城
物
、
氣
質
物
を
創
め
た
が
、
叉
淨
瑠
璃
歌
舞
伎

か
ら
趣
向
の
複
雑
を
借
り
て
淨
世
草
紙
の
本
領
を
沒
却
す
る
傾
向
を
生
じ
た
。
そ
れ
は
八
文
字
屋
本
の
大
多
數
を
占
め
て
ゐ
る
傳
奇
的
の

物
語
で
、
内
容
と
し
て
は
狹
義
の
義
理
物
語
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
從
來
の
淨
世
草
紙
の
寫
實
的
な
の
に
比
し
て
、
》」れ
は
餘
程

寫
實
を
離
れ
た
筌
想
に
遊
ぶ
と
い
ふ
や
う
な
物
語
.て
、
】
面
假
名
草
紙
や
實
録
物
の
脈
を
受
け
る
と
共
に
、
淨
瑠
璃
と
密
接
な
關
係
を

一
　

一



持

つ
て
ゐ
る
。
し
か
も
室
想
的
な
乃
至
夢
幻
的
な
淨
瑠
璃

の
時

代
物

に
餘

程
近

い
も

の
で

、
か

ふ
る
も

の
が
こ

の
時
代

に
盛

ん
に
淨
世
草

紙

の
中

に
流
行

し
た

こ
と
は
.
内
面
的

に
は
矢
張
り
淨
瑠
璃

の
塞
想
的
夢
幻
的
な
時
代
物

を
産
み
出
し
た
精
紳

と
同
じ
精
紳
が

、
.
あ

傳

奇
物

を
産
み
出
し
た
と

い
ふ
關

係
で
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

叉
外
面
的

に
も
密
接
な
關
係
が
あ

つ
て
、
近
松

の

.
國
性
爺
合
戰
も
が
大
成

功
を
博
す

る
と

、
淨
世
草
紙

の
方
で
も

「
國
性
爺

御
前

軍
談
」
と

い
ふ
僅

か

に
淨
瑠

璃
を
幾
ら

か
俗
衆

に
解

り
易

く
書

き
直
し
た
も

の
が

出

た
り

、
更

に

一
暦
多
く

の
者

に
解

ら

せ
よ
う
と

い
ふ
意
昧
で

、
「
國
性
爺
明
朝
太
平
記
」
が
出
た
り
、
竹

田
出
雲

の
「
大
内
裏

大
友
眞
鳥
」

と

い
ふ
淨
瑠
璃

が
、
八
文
字
屋
か
ら
其
磧

に
よ

つ
て
同
じ
名

の
淨
世
草
紙

と
し
て
出

た
り
し
た
。

こ

の
や
う
な
流
行

の
勢

は
、
其
磧
等
を

し

て

「
本
朝
會
稽
山

」
「
奥
州
軍
記
」
「義
經
倭

軍
記
し
等
釜

々
多

く
の
作

を
書
く

に
至
ら
し

め
た
。

　

「
梅

若
丸

】
代
記

」
も

亦
そ
の

一
つ
で
あ

る
。

そ
の
結
構

は
淨
瑠
璃

の
時
代
物
と
同
じ
く
、
善
人
と
悪
入

と
が
鬪

つ
て
幾
多
の
紛
雫

の

後

に
善
人

の
椦
利

に
臨

す
る
と

い
ふ

の
で
、
こ

の
題
材

の
骨
子
を
な
す
も

の
は
近
松

の

「
雙
生
隅
田
川
し

の
筋

で
あ

つ
た
。
そ
れ
は
古
く

謠
曲

「
斑
女
し
「
隅
田
川
」

に
そ

の
傳
説
が
諷
は
れ
、
明
暦

二
年
の

「
角

田
川
物
語

」
と

い
ふ
假
名
草
紙

に
基

い
て
作

ら
れ
た
。
こ
れ
が
竹

本
座

の
勾
欄

に
か

ゝ
つ
た

の
は
享
保
五
年
入
月
で

、
後

十
四
年
に
し
て

「
梅

若
丸

一
代

記
」
が
出

た
。
既

に
淨
瑠
璃

に
題
材
を
選

ぷ
こ
と

を
知

つ
て
か
ら
二
十
年
近
く
も
過
ぎ
た
。
最
早

h
明
朝
太
平
記

」「
大
俘
眞
鳥

」

の
如

く
淨
瑠
璃

の
踏
襲
そ

の
も

の
.て
は
な

い
。
作
者
は
實

録
物

を
參
照

し
た

お
家
騒
動

と
か
、
淺
草
寺

の

一
つ
家

の
傳
読
等
を
取
り
入
れ
る
技
巧
を
怠
ら
な
か

つ
た
。
そ
れ
は
單
調
に
倦

か
れ
た
淨

世
草
紙

に

一
回
轉

を
試

み
よ
う

と
し
、
結
構

の
複
雜

と
趣
向

の
珍
奇

と
を
以

て
新
昧
を
出
し
た
も

の
で

は
あ

つ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
價
値

は
少

く
今

日
で

は
八
交
字
屋
本

と
し

て
は
忘
れ
ら
れ
よ
う

と
し
て
ゐ
る
。

　

こ

の
書
天
明
八
年

に

「都
鳥
妻

戀
笛
」
と
改
題

再
版

さ
れ
た
。

鎌
倉
諸
藝
袖
日
記

五
　
册

彫
葦

屋
姦

作

寛

保

"三

年

刊

一司罵
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其
磧
が
歿

し
て
か
ら
な
ほ
十
年
も
生
き
永
ら

へ
た
自
笑

は
,
嘗

て
八
文
字
屋

と
對
立

し
た
時

に
代
筆
を
依
頼
し
た
多
田
南
嶺

を
し
て
其

磧

の
あ

と
の
代
作
を

さ
せ
た

.

　
南

嶺
名

は
義

俊
、
宇

は
政
中

、
逋
稱

を
兵
部

と
い
ふ
。
泙
井
鶴
翕

の
門

に
入
り
國
學
を
修
め
、
叉
俳
諧

を
牛
時
庵
淡

々
に
學

ん
で
男
齡

と
號

し
た
。
好

ん
で
戯
作

を
な
し
た
け
れ
ど
も
自

ら
名
を
揚
げ
ず

、
南
嶺

の
作

と
せ
ら

れ
る
こ

の

「
諸
藝
袖

日
記

」
の
如

き
も
、
そ
の
序

に
八
文
字
屋
自
笑

、
同
其
笑
作

と
の
み
あ

る
。

.
「
諸
囈
袖

日
記
」
は
其
磧

の
作

を
襲

つ
た
氣
質
物
で

、
そ
の
序

に

「
往
昔

の
淨
瑠
璃

に
鎌
倉
日
記
と
か
や
お
も

ひ
出
で

諸

藝

の
風

骨

を
」
書

き
分
け
た
と
あ
る
。

こ

の

「
鎌
倉
袖

日
記
」

は
松
本
治
太
夫

の
正
本
で
、

お
そ
く
も
元
祿
初
年
迄

の
、も
の
、
寶
暦
七
年
板

「
外
題

年
鑑

」

に

「
井

上
氏
の
日
向
景
清
を
松
本
治

太
夫
方

に

て
ほ
鎌
倉
袖
日
詑

と
替
」

へ
た
と
あ
る
如

く
、
井

上
播
摩
掾

の

「
日
向
景
清
」

の

外
題
替

へ
で
あ

つ
た
。

こ
れ
と

「
諸
藝
袖
日
記
し

と
の
關
係

は

「
國
性
爺
明
朝
太
平
記
」
「梅

若
丸

一
代
記
」
等

と
は
全

く

異

つ
た
も

の

で

、
只

「
鎌
倉
袖

日
記

」
が
鶴

ケ
岡

八
幡

の
肚
參

に
頼
朝

の
無
禮
講

の
遊
興
か
ら
、
そ

の
趣
向

が
す

丶
め
ら
れ

て
ゐ
る
と
同

じ
や
う

に
、

「諸
藝
袖

日
記
」
で

は
頼
朝

の
御
前
に
於

い
て
諸

大
名
が

一
興

あ
る
物
語

を
な
す
と

い
ふ
形
式

の
近
似

と
、
古
代

の
事
を
も
す

べ
て
現
代

化
し
て
ゐ
る
と

い
ふ
共
通
點

を
認

め
る
位
で

、
や
は
り
氣
質
物

に
共
通
な
失
敗
を
可
笑

し
く
描

き
、只

笑
ひ
草

に
t

よ
う
と
す

る
趣

向
で

、

そ

の
態
度

に
は

い
く
ら
か
其
磧

の
面
影

が
窺

は
れ

る
o

猷

熱

風
流
誹
人
氣
質

五
　
册

兵
作
堂
龜
友
作
　
　
竇
暦
十
三
年
刊

　
多
田
南
嶺
に
ょ
つ
て
僅
か
に
其
磧
の
あ
と
を
襲
は
し
め
た
八
文
字
屋
は
、
寛
延
三
年
南
嶺
の
歿
後
釜
々
袤
蓮
に
傾
き
、
明
和
四
年
書
肄

八
文
字
屋
は
亡
び
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
作
風
の
餘
勢
は
龜
友
等
を
し
て
、
何
々
氣
質
と
稱
す
る
活
氣
も
奇
警
も
失
は
れ
た
平
凡
な
小
設
を

　ゆ【
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多
く
作

る
に
至
ら
し
め
た
。
只
其
磧

が
親
仁

と
か
娘

と
か
を
扱

つ
た

の
に
野

し
て
、
俳
人
と

か
茶
人
と
か
を
職
業

の
方
か
ら
み
て
、
そ
こ

に
新
材
料
を
出
さ
う

と
し
た
。

　

「
風
洗
誹
人
氣
質
し

は
月
並
宗
匠
を
主
題

に
し

て
、
そ
れ
に
附
隨

し
た
色

と
か
慾

と
か
を
描

い
た
も

の
で
、
形
式
内
容

の
上
か
ら
み
れ

ば
、
八
文
字
屋

の
餘
喘

を
保

つ
た
も

の
で

は
あ

る
が
、
冗
漫

な
常
識
的

な
も

の
で
あ

る
。

諸
道
聽
耳
世
間
猿

五

冊

　

和

譯

太

郎

作

　

明

和

三

年

刊

　

作
者
和
譯

太
郎

は
上
田
秋
成

の
名

を
以

て
廣
く
知
ら
れ

て
ゐ
る
。
秋
成
通
稱
を
東
作

と

い
ひ
、
余
齋
、
休
西

、
無
膓

、
鶉
居
、
剪
枝
畸

人
等
皆

そ

の
號
で

あ
る
。
浪
花

の
娼
家

の
私
生
兒

と
し

て
生
れ
、
富
商

上
田
某
に
養

は
れ
た
と
傳

へ
る
。
若

い
頃

は
放
蕩
な
生
活
を
し

て

ゐ
た
が
天
性

の
才
子
で

、
俳
諧
を
儿
圭

に
學
び

、
加
藤
宇
萬

岐

に
國
學

を
修

む
る
と
共

に
、
都

賀
庭
鐘

に
儒
學
を
學
び
、
和
歌
、
俳
句

、

書

蠻
、
茶
事
何

れ
も

こ
れ
を
能

く
し
た
。

年
三
十

八
の
時

、
火
災

に
罹

つ
て
家
産
を
失

ひ
、

一
時

醫
を
業

と
し
た
こ
と
も
あ

つ
た
が
、
性

狷

介
峭
直

人
と
交
ら
ず

と

い
ふ
風
で

、
晩
年

は
京
都

の
南
禪
寺
胖

に
隱
れ

て
寒
酸
な
生
活
を

お
く
り
、
七
十

六
歳

の
文
化
六
年
六
月
二
十

七
日
、
豺
倉
信
美

の
家

に
歿

し
た
。

そ
の
文
學
上

の
作
物

に
は
種
類
が
多
く
、
「
藤
簍

册
子
」
「
癇
癖
談
」
等

か
ら
、
こ

の
書

と
共
に
八
文

.宇
屋

の
系
統
を

ひ

い
た
「
世
間
妾
形
氣

」
、
後

の
讀
本

作
者

の
典
範

を
な

し
た

「
雨
月
物
語

」
「
春
雨
物
語
し
等

の
作
が
顯
は
れ

て
ゐ
る
が
、

叉

「
冠
辭
考
續
貂

」
「
萬
葉
集
見
安
補
註
」
「
古
今
集
打
聽
校
補

」
等

の
國
學
上

の
著
書

も
あ

る
。

　

「
諸
道
聽

耳
世
間
猿
し

は

一
時
流
行
を
極

め
た
八
文
字
屋

の
氣
質
物

の
系
統
を

ひ
い
た
も

の
で

、
そ

の
趣
向

と
す

る
と
こ
ろ
は
、
彼
が

遊
蕩
時
代

の
見
聞

を
材
料

と
し
て
色

々
の
失
敗
を
滑
稽
的

に
描

い
て
ゐ
る
の
で
あ

る
が
、
自
笑

、
其
磧

の
作
に
比

す
る
に
,
人
事

の
微

細

を
描
寫
す

る
乏

い
ふ
之
と
よ
り
も
世
聞
を
皮
肉
な
眼
で
觀
察
し
、
そ

の
弱
點
を
諷
刺

し

て
ゐ
る
。
併

し
思
想

や
學
才

の
優
れ

て
ゐ
る
彼

の

●
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文
章

は

,
其
磧

と
同
様
な

碎
け
た
文
體
で

.
西

鶴
さ
な
が
ら

の
筆
致

を
さ

へ
見
せ
て
ゐ
る
。

赤
烏
帽
子
都
氣
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
　
班
　
　
永
井
堂
龜
友
作
　
　
安

永

元

年

刊

　
作
者
龜
友
は
兵
作
堂
,
後
永
井
堂
と
號
す
。
そ
の
傳
記
を
得
な
い
。
明
和
安
永
頃

「風
流
茶
人
氣
質
し
「世
聞
姑
氣
質
」
「
小
兒
養
育
氣

質
」
「世
聞
旦
那
氣
質
」
「風
流
仲
人
氣
質
」
等
、
其
磧
の
氣
質
物
の
筆
意
を
模
し
た
も
の
を
出
し
た
が
、
い
つ
れ
も
多
く
言
ふ
に
足
ら
な

い
も
の
で
あ
つ
た
。

　

「赤
烏
帽
子
都
氣
質
」
は
趣
昧
や
嗜
好
や
境
遇
等
に
附
隨
す
る
自
慢
、
そ
れ
を
誇
張
し
て
そ
こ
に
失
敗
を
描
い
た
り
、
滑
稽
な
現
象
を

寫
し
た
り
し
て
ゐ
る
と
共
に
、
そ
の
序
に
も
い
へ
る
如
く
其
殯
以
來
標
榜
し
た
教
訓
的
文
字
を
し
て
、
實
際
の
意
昧
を
現
は
し
て
ゐ
る
。

西

山

物
　
語

三

册

　

建

部

綾
足

作

　
　
明
和

五
年

刊

　
建
部
綾
足

は

一
名
英
龍

、
字
は
孟
喬
、
初

め
凉

袋
と
號

し
後
凉

岱
と
改

む
。
ま

た
吸
露
庵

、
寒
葉
齋
等

の
號

が
あ

る
。
弘
前
藩

の
家
老

格
喜
多
村
校
尉

の
二
男

に
生

れ
幼
名
を
金
吾

と
云

つ
た
。
若

い
頃
故

あ

つ
て
亡
命

し
、
そ
の
姻
戚

の
姓
建
部

を
稱

し
、
京
都
東
臈
寺

の
坊

主

に
な

つ
た
り
、
長

崎

へ
行

つ
て
繪

を
習

つ
た
り

、
還
俗
し

て
江
戸

に
出

て
俳
諧

師

と
な

つ
た
り

、
賀
茂
眞
淵

に
つ
い
て
古
學

を
修

め
、

片

歌
を
唱

へ
た
り
等

し
た
が
、

一
向

世
に
む

か

へ
ら

れ
ず

、
且

つ
狷

狂
無
行

一
世
を
玩
弄
す
る
と

い
ふ
衒
氣

と
爭
氣

と

の
強
か
つ
た
爲

め

か
、
江
戸

に
も
京
都

に
も
居

つ
か
ず

田
舍

ま
は
り

と
な
り
、
安
永
三
年
三
月
十
八
日
武
州
熊
谷

に
て
五
十
六
歳
で
歿
し
た
。
併

し
多
囈
多

才

の
畸
人
で

、
當
時
國
學

の
盛
行

に
よ
り
眞
淵

に
就

い
イ、
養

は
れ
た
彼

の
衒
學
的
倚
古
癖
は
、
古

を
重
し

と
し
、
今
を
輕

し
と
し
、
用
語
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に
す
ら
古
を
倚
び
、
邃
に
片
歌
道
守

と
稱

し
て
片
歌
を
主
張
し
.
中
古

の
文
體
を
綴
り

、
上
中
下
三
册
を
中
古

の
物

語
風

に
卷
を
名
づ

け

て
十
卷

と
し
、
且

つ
そ

の
出

典
と
註
釋
を

さ

へ
加

へ
た
「
西
山
物
語
し
を
作

る
に
至
ら

し
め
た
。
も
と
よ
り
片
歌

の
挽
回
は
行

は
れ
な
か
つ

た
が

。
讚
本

の
先
驅
と
し

て
文
化
文
政

の
小
読
界

に
影
響

し
た

こ
と
が
頗

る
顯
著
で
あ

つ
た

。

　

こ
の
物
語

は
綾
足

が
明
和
四
年
京
都

に
遊

ん
で

、
西

八
條
村

に
あ

つ
た
巷
談

に
基

い
て
作

つ
た
も

の
だ
と

い
は
れ
る
。
然

る
に
そ

の
趣

向

に
就

い
て
、

上
田
秋
成
が
文
化
三
年
卯
月
十
七
日

「
西
山
物
語

」

の
主
人
公
大
森

七
郎

の
モ
デ

ル
で
あ
る
渡
邊

源
太
と
い
ふ
者

に
邂
逅

し
て
、

そ
の
物
語

の
事
實
譚

を
作

つ
て
「
西
山
物
語

し
を
「
よ
き
人
を
あ
や
ま

つ
い
た
づ
ら
文
」
な
り

と
し
、「
是
も
は
や
く

に
亡
ぶ
べ
き
數

」

な

る
も

の
と
罵
倒
し

て
ゐ

る
が
、
綾
足
が
小
読
と
し
て

の
結
構

を
事
實

に
關

係

の
な

い
と
こ
ろ

の
も

の
を
あ

し
ら

つ
た
こ
と

の
非
難
で
、

そ
の
古
典
趣
昧

に
捕

は
れ

て
人
情
を
寫
し
趣

を
盡
す
こ
と

の
出
來

な
か

つ
た
小
説

と
し
て
の
批
難
で

は
な
く
,
叉

古
今

を
混
同

し
た
鵺

式

の
文
章

の
そ
れ
で
も
な
く
、
畢
竟

「
西
山
物
語
」

の
小
説

と
し

て
の
批
許

に
は
當
ら
な
か

つ
た
。
併

し
綾
足

の
讀
本
作
者

と
し
て
の
位
置

を
相
當
認

め
た
曲
亭
馬
琴

の

「
本
朝
水
滸
傳
を
讀
む
並
批
詐

」

に
於

け
る
擬
古
體

の
雅
文

に
對
す

る
批
難

は
、
か
な

り
手
傷

い
,も

の
で
あ

つ
た
。

そ
し
て
綾
足

は

「
水
滸
傳
」

や

「
源
氏
物
語

」
が
現

時

の
現
代
語
で
書

か
れ
た

こ
と
を
知
ら
な
か

つ
た

の
で
あ
る
と

い
ひ
、
更

に

「
綾
足
を

し
て
倚
世

に
あ
ら
し
め
ば
、
ま

の
あ
た
り
に
こ
の
こ
と
わ
り
を

し
か
み
＼

と
、解

示

し
て
蒙

霧
を
啓

せ
ま
ほ
し
く
思

ふ
か
し
、
」
と

も

云

つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
ま
さ

し
く
綾
足

の
急
所
を

つ
い
た
も

の
で
あ

つ
た
。
併

し
金
龍
敬
雄
老
杜
多
撰

の
序

に
、
從
學

の
士
を
し
て
古

を
以

て
今

を
御

し
、
俗

に
印

い
て
雅

と
な
す

の
術
を
曉

ら
し
め
ん
と
欲

し
、
乃

ち
時
事
を
記
し

て
三
卷
と
な
す

と
あ

る
を

み
れ
ば
、
作
者

の
意
志

ま
た
別
途

に
あ

る
を
知

る
べ
き
で
あ
ら
う
。

近

江

縣

物

語

五
　
册

六
樹
園
飯
盛
作

文

化

五

年

刊
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上
方

の
文
學

が
漸
く
衰

へ
た
明
和

、
安
永

、
天
明

の
頃
は
、
恰
も

江
戸

に
小
説

の
萠
芽

し
た
時
代
で
あ

る
が

、
そ
れ

と
て
も
元
祿
前
後

江
戸

に
行

は
れ

て
ゐ
た
文
學

の
流
れ
と
み
る
よ
り
も
、
寧
ろ
上
方
文
學

が
東
に
移

つ
て
、
江
戸

に
そ
の
繼

承
者
を
出
し
た
と
み
る
べ
き
も

の
で

、
馬
琴

に
よ

つ
て
大

に
發
展

し
た
讚
本

は
、
か

の
支
那
文
學
か
ら
脱
化

し
た
物
語

を
繼
承

し
た
も

の
で
あ
り
、
村
田
春
海

や
六
樹
園

等
が
雅
文
で

小
説

を
著

は
し
た

の
も

、
矢
張

り
綾
足

の

「
西
山
物
語

」
を
承
蹤

し
た
も

の
で
あ

つ
た
。

　

こ
の
書

の
作
者
六
樹
園

は
、
豊
家
石
川
豐
信

の
子
、
名

は
雅
望
、
字

は
子

相
、
通
稱

を
糠
屋
七
兵
衞

、
後
五
郎
兵
衞

と

い
ふ
。
江
戸
小

傳
馬
町
三
丁
目

に
住

み
、
そ
の
地
も

と
六
本
木
と
稱

せ
し

に
よ
り
六
樹
園
と
號
し
、
ま
た
宿
屋

を
營

ん
で
ゐ
た
た

め
狂
名

を
宿
屋
飯
盛

と

い
ひ
唐
衣
橘
州

。
大
田
南
畝

に
狂
歌
を
學
び
、
遨

に
家
業
を
廢

め
て
儒
を
古

屋
昔
陽

、
國
學

を
津
村
淙
庵
に
受
け
、
.
源
注
餘
滴

」
「
雅
畧

集
覽
」
等

の
著
書
を
な
し
、
江
戸
國
學
者

の
雄
で
あ

つ
た
。
そ

の
戲

作
は
餘

技
で
は
あ
る
が
、
交
政
十
三
年
三
月
二
十
四
日
七
十

八
歳
で

沒
す

る
ま
で

..
都

の
手

ぷ
り
」
「
北
里

の
十

二
時
」
「
東
な
ま
り
し
「
飛
彈
匠
物
語
」
「
し
み

の
す
み
か
物
語

」
等
名
高

い
も

の
が
多

く
、
狂

歌
師

と
し
て
も
作
者

と
し

て
も
顯

は
れ

て
ゐ
る
。

　

「
近
江
縣
物

語
」
は
北
尾
重
政

の
豊

を
挿

ん
で
行

は
れ
た
謾
本
で

、
そ

の
序

に
近
江

の
閑
居

に
て

一
老
人

の
語

れ
る
ま

』
を
記
録
ぜ
る

も

の
と
あ

れ
ど
、
夙
興
亭

高
行

の
跋
に

「
既
物
語

せ
る
翕

の
さ
ま
け
し
う
は
あ

ら
さ
り
き

さ
た
め
て
り
ふ
を
う
な
と

い
へ
る
人

の
身

を
か

へ
て
う
ま
れ
出
た
る

に
や
と
う
し

の
か
た
ら
れ
た

る
」
と
あ

る
が
如
く
、
そ

の
結

構
は
李

笠
翕

の

「
十
種
曲
」
申

の

「
巧
團
圓
傳

奇
」
を
飜

案

し
、
藤
原
保
輔
、
同
齋
光
と

い
ふ
張
盜

に
配
す
る
に
、
佳

人
薗
生

、
才
子
梅
丸

、或

は
そ
の
戀
仇
常
人
等

を
以

て
せ
る

一
篇

の
物
語
で

、

既

に
京
阪

の
作
者
が
な
し
た
手
法
を
以
て
し
た
も

の
で

あ

つ
た
が
、
寧

ろ
原
作

の
面
影

を
と

黛
め
て
ゐ
る
も

の
が
多

か
つ
た
Q
し
か
し
そ

の
文
章

は

「
西
山
物
語
」
等

に
比

し
迥
に
平
明
典
雅
な
も

の
で
あ

る
。
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